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岡
本
行
夫
氏
が
亡
く
な
ら
れ
て
二
年
に
な

る
。
国
際
秩
序
の
岐
路
で
あ
る
い
ま
、
岡
本

氏
で
あ
れ
ば
何
を
語
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

う
し
た
想
い
を
抱
く
の
は
評
者
だ
け
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
そ
の
岡
本
氏
が
文
字
ど
お
り
死

の
直
前
ま
で
書
き
続
け
た
自
伝
が
発
売
さ
れ

た
。

　

ま
た
、同
書
と
ほ
ぼ
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
に
、

小
泉
純
一
郎
内
閣
期
に
外
務
事
務
次
官
を
務

め
た
竹
内
行
夫
氏
の
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

も
刊
行
さ
れ
た
。
竹
内
氏
が
「
私
の
外
交
日

誌
」
と
呼
ぶ
克
明
な
記
録
で
あ
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
前
半

に
か
け
て
、
二
人
の
キ
ャ
リ
ア
は
時
に
交
わ

り
な
が
ら
、
激
動
期
の
日
本
外
交
を
形
作
っ

て
い
く
。
両
書
と
も
に
、
限
ら
れ
た
紙
幅
で

は
語
り
つ
く
せ
な
い
回
想
や
魅
力
的
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
満
載
だ
が
、
こ
こ
で
は
日
米
関
係

を
中
心
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

若
き
日
の
活
躍

　

一
九
六
八
年
に
外
務
省
に
入
省
し
た
岡
本

氏
は
、
牛
場
信
彦
の
鞄
持
ち
と
な
り
薫
陶
を

受
け
た
。
戦
後
最
大
の
外
交
官
と
も
呼
ば
れ

る
牛
場
を
「
メ
ン
タ
ー
」
と
し
て
、
情
熱
あ

ふ
れ
る
外
交
官
の
素
地
が
培
わ
れ
て
い
っ

た
。
一
方
、
岡
本
氏
の
一
年
前
に
入
省
し
た

竹
内
氏
は
条
約
局
で
研
鑽
を
積
ん
だ
。
毎
晩

遅
く
ま
で
外
交
記
録
や
参
考
書
を
読
み
込
ん
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で
国
際
法
と
向
き
合
い
、「
リ
ー
ガ
ル
・
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
」
と
し
て
省
内
で
一
目
置
か
れ

る
存
在
と
な
っ
て
い
く
。
八
〇
年
代
前
半
に

は
両
氏
と
も
に
ワ
シ
ン
ト
ン
に
勤
務
し
、
米

ソ
新
冷
戦
の
緊
張
が
高
ま
る
な
か
で
日
米
同

盟
を
支
え
た
。

　

八
五
年
に
米
国
か
ら
帰
国
し
た
岡
本
氏

は
、
北
米
局
安
全
保
障
課
長
に
着
任
し
、

九
一
年
に
外
務
省
を
辞
す
る
ま
で
猛
烈
に
働

い
た
。
中
曽
根
康
弘
首
相
の
強
い
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
下
、
日
米
同
盟
強
化
の
た
め
の
さ

ま
ざ
ま
な
課
題
に
取
り
組
ん
だ
が
、
な
か
で

も
「
日
米
同
盟
の
金
字
塔
」
と
岡
本
氏
が
呼

ぶ
中
距
離
核
戦
力
（
Ｉ
Ｎ
Ｆ
）
を
め
ぐ
る
日

米
交
渉
は
印
象
的
で
あ
る
。
レ
ー
ガ
ン
政
権

が
ソ
連
と
の
Ｉ
Ｎ
Ｆ
交
渉
で
日
本
に
不
利
な

形
で
妥
協
し
か
け
た
と
き
、
岡
本
氏
ら
は
Ｓ

Ｓ
20
と
い
う
ミ
サ
イ
ル
を
ソ
連
中
央
部
の
基

地
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
、
欧
州
と
ア
ジ
ア

と
を
区
別
せ
ず
に
脅
威
を
中
立
化
す
る
と
い

う
具
体
的
な
対
案
を
も
っ
て
迅
速
に
対
応
し

た
。
日
本
の
提
案
は
米
国
か
ら
高
い
評
価
を

受
け
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
核
戦
略
を
巻
き
返

す
こ
と
に
成
功
し
た
。

　

岡
本
氏
が
北
米
第
一
課
長
と
し
て
直
面
し

た
の
が
湾
岸
危
機
だ
っ
た
。
日
本
の
対
応
は

確
か
に
失
敗
の
連
続
だ
っ
た
が
、
米
国
の
反

応
も
傲
慢
な
ほ
ど
に
日
本
に
厳
し
か
っ
た
。

そ
ん
な
な
か
、
多
国
籍
軍
へ
の
貢
献
を
担
当

し
た
岡
本
氏
は
苦
難
の
末
に
八
〇
〇
台
の
四

輪
駆
動
車
な
ど
大
量
の
物
資
を
送
り
出
し
、

米
中
央
軍
か
ら
は
感
謝
さ
れ
た
。
岡
本
氏
の

獅
子
奮
迅
の
活
躍
が
な
け
れ
ば
、
湾
岸
危
機

で
の
日
本
の
失
敗
は
さ
ら
に
無
残
な
も
の
に

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
八
四
年
に
米
国
か
ら
帰
国
し
た
竹

内
氏
は
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
担
当
す
る
無
償
資
金
協

力
課
長
を
経
て
、
条
約
課
長
と
し
て
条
約
局

に
戻
っ
た
。
絶
対
に
間
違
い
の
許
さ
れ
な
い

条
約
局
で
、
竹
内
氏
の
仕
事
ぶ
り
は
部
下
か

ら
「
千
本
ノ
ッ
ク
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
緻
密

で
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
英
国
勤

務
を
経
て
宮
澤
喜
一
内
閣
で
総
理
秘
書
官
に

就
任
す
る
と
、
宮
澤
は
竹
内
氏
を
深
く
信
頼

し
、秘
書
官
以
上
の
補
佐
官
と
し
て
遇
し
た
。

不
動
の
価
値
観
と
的
確
な
時
代
認
識
を
も
っ

て
明
確
な
国
家
像
を
描
く
と
い
う
宮
澤
の
姿

は
、
竹
内
氏
が
の
ち
に
事
務
次
官
を
務
め
る

と
き
の
模
範
と
な
っ
た
。

日
米
同
盟
と
沖
縄
に
深
く
関
与

　

一
九
九
七
年
に
条
約
局
長
と
な
っ
た
竹
内

氏
が
直
面
し
た
の
が
、
日
米
安
保
再
確
認
と

周
辺
事
態
法
で
あ
っ
た
。
竹
内
氏
は
日
米
安

保
条
約
が
「
我
が
国
の
議
会
制
民
主
主
義
の

象
徴
的
な
存
在
」だ
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

日
米
安
保
の
目
的
を
な
し
崩
し
的
に
拡
大
し

て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
拒
絶
し
、
周
辺
事

態
法
の
制
定
過
程
で
は
省
内
で
の
激
し
い
論

争
の
末
に
、
周
辺
事
態
の
定
義
を
「
極
東
」

と
「
極
東
の
周
辺
」
と
い
う
従
来
の
政
府
見

解
の
ラ
イ
ン
に
収
め
、
日
米
安
保
の
枠
内
で

あ
る
こ
と
を
明
確
化
し
た
。
翌
年
、
今
度
は
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北
米
局
長
と
し
て
担
当
し
た
周
辺
事
態
法
の

国
会
審
議
に
は
万
全
の
準
備
で
臨
み
、
円
滑

な
成
立
へ
と
導
い
た
。

　

竹
内
氏
が
法
的
な
面
か
ら
日
米
安
保
再
確

認
を
支
え
た
の
に
対
し
て
、
沖
縄
と
い
う

観
点
か
ら
関
与
し
た
の
が
岡
本
氏
だ
っ
た
。

九
六
年
に
橋
本
龍
太
郎
内
閣
で
沖
縄
問
題
担

当
の
総
理
補
佐
官
と
な
っ
た
岡
本
氏
は
、
政

府
内
や
米
国
に
精
力
的
に
掛
け
合
っ
て
沖
縄

の
地
域
振
興
に
尽
力
し
、
普
天
間
基
地
の
返

還
問
題
で
は
比
嘉
鉄
也
名
護
市
長
の
辺
野
古

移
設
容
認
の
決
断
を
支
え
た
。
多
く
の
人
と

語
ら
い
な
が
ら
「
悲
劇
の
島
」
沖
縄
の
県
民

感
情
に
寄
り
添
っ
た
の
が
岡
本
氏
だ
っ
た
。

辺
野
古
移
設
に
関
し
て
は
、
撤
去
す
る
こ
と

も
可
能
な
滑
走
路
を
リ
ー
フ
外
縁
の
浅
瀬
に

建
設
す
る
と
い
う
幻
の
岡
本
私
案
の
内
容
と

そ
の
顛
末
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

イ
ラ
ク
戦
争
で
見
せ
た
苦
悩

　

岡
本
氏
と
竹
内
氏
は
イ
ラ
ク
戦
争
を
め

ぐ
っ
て
対
峙
し
た
。

　

二
〇
〇
二
年
、
外
務
省
が
不
祥
事
か
ら
組

織
改
革
に
向
か
う
困
難
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
竹

内
氏
は
外
務
事
務
次
官
に
就
任
す
る
。
次
官

在
任
中
の
こ
と
で
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る

の
が
日
米
戦
略
対
話
、
そ
し
て
イ
ラ
ク
戦
争

で
の
対
応
で
あ
る
。
同
年
に
始
ま
っ
た
日
米

戦
略
対
話
で
は
、
イ
ラ
ク
問
題
を
は
じ
め
さ

ま
ざ
ま
な
議
題
を
め
ぐ
っ
て
率
直
な
議
論
が

交
わ
さ
れ
た
。
時
に
対
米
追
随
と
批
判
さ
れ

る
イ
ラ
ク
戦
争
で
の
日
本
の
対
応
に
つ
い

て
、
本
書
で
は
、
そ
の
核
心
が
大
量
破
壊
兵

器
の
拡
散
阻
止
に
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る

た
め
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
際
協
調
と
超
大

国
ア
メ
リ
カ
の
関
与
が
不
可
欠
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
米
国
を
国
際
協
調
に
仕
向
け
る
外
交

が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
政
策
の
真
意
が
詳

し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

実
際
、
竹
内
氏
は
日
米
戦
略
対
話
の
場
で

イ
ラ
ク
問
題
に
対
す
る
日
本
の
三
原
則
（
外

交
努
力
を
尽
く
す
、
大
量
破
壊
兵
器
不
拡
散

が
主
目
的
、
戦
後
構
想
の
検
討
）
を
示
す
な

ど
積
極
的
に
働
き
か
け
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が

イ
ラ
ク
問
題
を
国
連
安
保
理
で
取
り
上
げ
る

政
策
過
程
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
。
竹
内

氏
の
述
懐
か
ら
は
、
日
本
が
湾
岸
戦
争
を
教

訓
に
、
国
益
と
国
際
公
益
と
を
考
慮
し
て
、

主
体
的
に
対
応
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か

る
。

　

現
場
の
視
点
か
ら
イ
ラ
ク
復
興
で
の
日
本

の
貢
献
を
模
索
し
た
の
が
岡
本
氏
だ
っ
た
。

〇
三
年
、
小
泉
内
閣
で
三
度
公
職
に
つ
い
た

岡
本
氏
は
、
米
国
に
よ
る
対
イ
ラ
ク
開
戦
に

は
批
判
的
な
立
場
を
と
り
な
が
ら
も
、
戦
争

開
始
後
は
断
固
た
る
対
米
支
持
を
首
相
に
進

言
し
た
。
イ
ラ
ク
特
措
法
制
定
後
、
自
衛
隊

の
派
遣
実
現
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
と
、
現

地
に
展
開
す
る
各
国
の
部
隊
か
ら
は
、
湾
岸

戦
争
時
よ
り
も
深
刻
な
ほ
ど
日
本
に
厳
し
い

視
線
が
向
け
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
東

京
と
の
温
度
差
に
苦
慮
し
な
が
ら
、
岡
本
氏

は
奥
克
彦
大
使
と
と
も
に
イ
ラ
ク
中
を
回
っ
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て
現
地
の
人
々
の
ニ
ー
ズ
を
直
接
く
み
取
り

な
が
ら
復
興
支
援
に
情
熱
を
注
い
だ
。

　

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ク
統
治
は
失

敗
し
、
と
も
に
イ
ラ
ク
復
興
に
尽
力
し
た
奥

大
使
も
殺
害
さ
れ
た
。
奥
大
使
の
死
を
契
機

と
し
て
岡
本
氏
は
総
理
補
佐
官
を
辞
任
す
る

が
、
そ
の
決
断
は
我
々
に
は
想
像
の
及
ば
な

い
苦
渋
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

「
外
交
の
力
」
と
は

　

岡
本
氏
に
は
「
現
場
主
義
」
と
い
う
言
葉

が
よ
く
似
合
う
。
日
米
関
係
の
最
前
線
に
立

ち
、
沖
縄
や
イ
ラ
ク
で
は
現
地
の
声
に
耳
を

傾
け
な
が
ら
、
固
定
観
念
に
囚
わ
れ
る
こ
と

な
く
全
力
で
課
題
解
決
に
取
り
組
ん
だ
。
そ

の
熱
量
は
冷
戦
終
結
期
か
ら
イ
ラ
ク
復
興
に

至
る
ま
で
、
日
本
の
外
交
・
安
全
保
障
を
刷

新
す
る
原
動
力
と
な
っ
た
。

　

竹
内
氏
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ビ
リ
ア
ン
・

パ
ワ
ー
と
い
う
明
確
な
国
家
像
に
基
づ
き
、

ポ
ス
ト
冷
戦
期
に
日
米
同
盟
が
深
化
し
て
い

く
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
民
主
的
な「
正
統
性
」

と
政
策
上
の
「
規
律
性
」
を
重
視
し
、
幅
広

い
合
意
形
成
に
努
め
た
。

　

一
人
の
人
間
が
持
つ
情
熱
や
理
念
、誠
意
、

構
想
力
や
行
動
力
と
い
っ
た
要
因
は
外
交
の

力
と
な
り
、
国
家
の
進
路
を
規
定
し
う
る
。

二
人
の
歩
み
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
国
際
秩
序
が
大
き
な
分
岐
点
に

あ
る
現
在
、
日
本
と
世
界
の
安
全
と
繁
栄
の

た
め
に
日
本
外
交
は
何
を
な
す
べ
き
か
。
読

み
物
と
し
て
十
分
に
面
白
い
が
、
特
に
政
府

内
で
多
忙
な
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
若
き
官

僚
や
、
こ
れ
か
ら
外
交
・
安
全
保
障
政
策
に

携
わ
ろ
う
と
す
る
学
生
に
は
、
ぜ
ひ
両
書
を

手
に
取
り
、
二
人
の
先
輩
の
軌
跡
を
追
体
験

し
な
が
ら
、
日
本
外
交
と
自
分
の
仕
事
の
将

来
像
を
描
い
て
も
ら
い
た
い
。
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